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毅

森鴎外と 『金瓶梅』

要
旨

『金
瓶
梅
』
は
、
明

の
万
暦
年
間
中
頃
に
書
か
れ
た
長
編
小
説
で

あ
る
。
正
保
元
年
に
日
本
に
入
り
、
儒
者
の
問
に
流
行
し
た
。
優
れ

た
漢
学
素
養
を
も

つ
森
鴎
外
が
、
そ
の

『金
瓶
梅
』
に
い
か
に
影
響

さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
作
品
創
作
に
生
か
し
た
の
か
を

考
え
る

の
が
小
論

の
目
的
で
あ
る
。

三
好
行
雄
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
で
は
、
森
鴎
外

の

『雁
』

と

『金
瓶
梅
』

の
か
か
わ
り
を
、
西
門
慶
、
播
金
蓮
、
武
大
郎
三
者

の
関
係
を
岡
田
、
お
玉
、
末
造
の
関
係
に
見
立
て
て
い
る
が
、
そ
こ

か
ら

一
歩
踏
み
込
ん
で
の
研
究
は
さ
れ
な
か

っ
た
。
果
た
し
て
、
そ

れ
は

「
見
立
て
」
の
関
係
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
小
論
は
鴎
外
の
そ
の
他
の
作
品
を
ふ
れ
な
が
ら
、
比
較
文
学

的
見
地
か
ら
、
『雁
』
と

『金
瓶
梅
』
と
の
関
係
を
よ
り
綿
密
な
考

察
に
よ

っ
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

森
鴎
外

『金
瓶
梅
』

『
雁
』

播
金
蓮

西
門
慶

は
じ
め
に

『金
瓶
梅
』
は
明
の
万
暦

(
一
五
七
三
～

一
六
二
〇
)
中
期
、
十

六
世
紀
の
終
わ
り
に
書
か
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
徹

底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
胆
な

性
表
現
ゆ
え

に
淫
書
と
み
な
さ
れ
、
た
び
た
び
発
禁
処
分
を
こ
う

(
注

1
)

む

っ
た
。
正
保
元

(
一
六
四
四
)
年
に
日
本

に
入
り
、
儒
者
の
間
に

流
行
し
た
。
の
ち
、
「机
下
の
書
」
で
あ
り
な
が
ら
、
広
く
読
ま
れ

て
い
た
。
明
治
時
代
、
尾
崎
紅
葉
は

『金
瓶
梅
』
を
種
本
と
し
て
活
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鳳
賠

)
正
岡
子
規
の

蔑

書
臥
趨

に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
・
こ
の

よ
う

な

『金
瓶
梅
』
に
、
並
は
ず
れ
た
漢
学
素
養
を
も
つ
森
鴎
外
が

ど
う

か
か
わ

っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
の
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ

る
。森

鴎
外
は
五
歳

の
時
か
ら
、
漢
籍
の
素
読
訓
練
を
受
け
た
。
そ
し

て
、
六
歳

の
時
に

『論
語
』
を
、
七
歳
の
時
に

『孟
子
』
を
、
八
歳

の
時

に
四
書
を
習
い
、
十
歳

の
時
、
『左
伝
』
・
『国
語
』
・
『史
記
』
・

『漢
書
』
を
養
老
館

で
学
ん
だ
。

つ
ま
り
、
鴎
外
は
幼

い
時
か
ら
漢

学

の
教
育
を
徹
底
的
に
受
け
た
人
だ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
鴎
外
で
あ

る
か
ら
、
漢
詩
を
た
く
さ
ん
書
き
、
そ
の
中
に

「憶
昔
郷
校
講
二
六

経

㌔

義

負
レ
才
又
亙

蟄

)
の
句
が
あ
る
・
『独
逸
日
記
』
に
お

け
る
船

の
中
の
部
分
も
全
部
漢
文
で
書

い
て
い
る
。

明
治
時
代
、
洋
学
者
を
含
ん
だ
日
本
の
文
人
は
皆
高
い
レ
ベ
ル
の

漢
文
教
育
を
受
け
て
、
す
ぐ
れ
た
漢
学
の
素
養
を
も

っ
て
い
た
。
浜

野
知
三
郎
氏
は
鴎
外
の
漢
学
に
対
す
る
姿
勢
を
左
の
よ
う
に
回
憶
し

て
い
る
。汗

牛
充
棟
、
こ
れ
ぞ
私
が
鴎
外
博
士
を
訪
問
し
た
時
の
第

一

の
印
象

で
今
猶
眼
前
に
髪
髭
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

が

一
々
綺
麗
に
整
頓
し
て
あ
り
、
其

の
大
部
分
を
占
む
る
も

の

は
漢
籍
で
あ

つ
た
。
猫
逸
文
學
者
と
し
て
の
博
士
、
創
作
家
と

し
て
の
博
士
、
殊
に
讐
學
を
専
攻
し
て
ゐ
る
博
士
で
あ
る
。
私

の
胸
中
に
は

一
種
の
疑
問
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

博
士
は
蘭
學
を
修
め
、
濁
逸
學
を
修

め
、
佛
蘭
西
學
を
修
め

て
自
他
共
に
許
す
と
こ
ろ
が
あ

つ
た
。

し
か
し
其

の
修
學

の
第

一
歩
は
漢
學
で
あ

つ
た
。
こ
れ
が
博
士
を
し
て
八
面
玲
醜

の
人

た
ら
し
む
る
基
礎
と
な

つ
た
の
だ
。

或

一
青
年
が
創
作
家
と
な
り
た
い
と

い
ふ
希
望
で
教
を
博
士

に
請
ひ
に
来
た
。
博
士
は
諄

々
乎
と
し
て
漢
學

の
素
養
が
第

一

條
件
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
丁
度
私
が
同
席
し
て

ゐ
た
の
で
、
私
も
直
接
に
其

の
話
を
聞
き
、
博
士
が
漢
籍
を
嗜

讃
さ
れ
る
理
由
が
明
瞭
に
な

つ
た
。

(中
略
)

博
士
の
本
領
は
讐
學
で
あ
り
、
猫
逸
文
學
で
あ
る
。
し
か
し

漢
學
が
基
礎
で
あ

つ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
漢
學

の

素
養
が
な
く
て
は
老
後
は
淋
し
い
も

の
だ
と
屡
々
私
に
語
ら
れ

(
注
5
)

た
。
夫
人
に
も
漢
籍

の
學
習
を
勧
め
ら
れ
た
。

生

々
し
く
、

い
か
に
も
明
治
時
代
に
お

け
る
漢
学
素
養

の
重
要

さ
、
及
び
森
鴎
外
の
そ
れ
に
対
す
る
重
視

の
態
度
が
躍
然
と
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

森
鴎
外
の
学
生
時
代
の
読
書
に
つ
い
て
は
、

『鴎
外
全
集
』
で
も
、
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そ
の
他
数
多
く
の
鴎
外
の
伝
記
で
も
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
記
述
が
案

外
乏
し

い
が
、
『ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
『雁
』

の
中
で
は
、
そ
れ

を
か
な
り
詳
し
く
書

い
て
あ
る
。

『ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』

『雁
』

の
内
容
に
よ
れ
ば
、
彼
は
中
国

古
典
文
学
作
品

『勇
燈
絵
語
』
、
『虞
初
新
誌
』
、
『情
史
類
略
』
、
『燕

山
外
史
』
『柳
斎
志
異
』
『水
潜
伝
』
『西
遊
記
』
『三
国
志
演
義
』
『閲

微
草
堂
筆
記
』
な
ど
を
む
や
み
に
読
み
、
「け
し
か
ら
ん
狼
褻
な
本
」

で
あ

る

『肉
蒲
團
』
及
び

『金
瓶
梅
』
を
も
愛
読
し
た
。
彼
は
森
田

思
軒

・
幸
田
露
伴

・
尾
崎
紅
葉

・
依
田
学
海
ら
と

の
合
評

「標
新
領

(
注
6
)

異
録
」
中
に

『好
色

一
代
女
』

の
比
較
対
象
と
し
て

『金
瓶
梅
』
を

提
起

し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
鴎
外
の

「観
潮
櫻
偶
記
」
の

「狼
褻
」
項
に
は
、
「狼

褻
は
感
情
的
を
避
け
て
、
観
相
的
に
就
く
傾
あ
る
も

の
に
て
、
自
然

の
模

倣
と
相
類
す
。
(中
略
)
東
洋
に
て
最
之
に
近
き
は
金
瓶
梅
な

る
べ
し
。
狼
褻
は
高
致
を
以
て
出
さ
ず
、
慾
態
を
以
て
之
を
出
す
」

と
書

か
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
鴎
外

の

『金
瓶
梅
』
に
関
す
る
リ
ア
リ

ズ
ム
性
の
指
摘
と
も
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
『金
瓶
梅
』
に
ふ
れ
る
場
合
、
版
本
の
問
題
を
忘
れ
て

は
な
ら
な

い
。
そ
の
版
本
に
は
、
大
別
し
て

「詞
話
本
」
系
と

「第

一
奇

書
本
」
系
が
あ
る
。
「第

一
奇
書
本
」
の
系
統

の
な
か
で
は
、

清
代

の
康
煕
年
間
、
張
竹
披
が
そ
の
本
文
に
新
し
く
批
評
を
加
え
た

新
版

が
最
も
流
行
し
た
。
「第

一
奇
書
本
」
で
は
西
門
慶
が
隣

の
花

子
虚
を
誘

っ
て
十
兄
弟
に
加
盟
さ
せ
る
と

こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る

が
、
「
詞
話
本
」
は

『水
濤
伝
』
に
も
と
つ

い
て
武
松

の
虎
退
治
か

ら
話
を
進
め
て
い
く
と
こ
ろ
が
異
な
る
く
ら

い
の
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
江
戸
後
期
の
訓
訳
抄
本

『皐
鶴
堂
批
評
第

一
奇
書
金

瓶
梅
』
が
流
行
し
て
い
た
。
筆
・者
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
今
、
東
京

大
学
も
、
武
蔵
大
学
も
、
鹿
児
島
大
学
も

『皐
鶴
堂
批
評
第

一
奇
書

金
瓶
梅
』
を
所
蔵
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
康
煕
三
十
四

(
一
六
九
五

乙
亥
)
年
の

「序
」
が

つ
い
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
芥
川
龍
之
介
の

(
注
7
)

愛
読
し
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

鴎
外
の
愛
読
し
た

『金
瓶
梅
』
は
、
東
京
大
学
付
属
図
書
館
の
鴎

外
文
庫
に
あ
る

『皐
鶴
堂
批
評
第

一
奇
書
金
瓶
梅
』

(明
笑
笑
生
撰

張
竹
披
評

百
回
無
図
湖
南
在
菰
堂

康
煕
乙
亥
刊
版
)
で
あ
る
の

で
、
以
下
は
こ
の

「第

一
奇
書
本
」
を
使
わ
せ
て
も
ら

い
、
話
を
進

め
て
い
き
た
い
。

で
は
、
鴎
外
は
い
つ
か
ら

『金
瓶
梅
』
を
読
み
始
め
た
か
を
考
え

て
お
き
た
い
。

鴎
外
自
身
の
性
生
活
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る

『ヰ
タ

・
セ
ク
ス

ア
リ
ス
』

の
中
に
、
十
四
歳
の
時
に

つ
い
て
、
こ
う
書

い
て
い
る
。

日
課
は
相
攣
ら
ず
苦
に
も
な
ら
な
い
。
暇
さ

へ
あ
れ
ば
貸
本

を
讃
む
。
次
第
に
早
く
讃
め
る
や
う
に
な
る
の
で
、
馬
琴
や
京

傅
の
も
の
は
殆
ど
讃
み
壷
し
た
。
そ
れ
か
ら
よ
み
本
と

い
ふ
も
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の
の
中
で
、
外
の
作
者
の
も
の
を
讃
ん
で
見
た
が
、
ど
う
も
面

白
く
な
い
。
人
の
借
り
て
ゐ
る
人
情
本
を
讃
む
。
何
だ
か
、
男

と
女
と
の
關
係
が
、
美
し
い
夢
の
や
う
に
、
心
に
浮
ぶ
。
そ
し

て
絵
り
深
い
印
象
を
も
與

へ
な
い
で
過
ぎ
去

つ
て
し
ま
ふ
。
併

し
そ
の
印
象
を
受
け
る
度
毎
に
、
そ
の
美
し
い
夢

の
や
う
な
も

の
は
、
容
貌

の
立
派
な
男
女

の
享
け
る
福
で
、
自
分
な
ぞ
に
は

(
注
8
)

企
て
及
ぼ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
氣
が
す
る
。

『ヰ

タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
や

『雁
』

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
青

年
期

の
鴎
外
像
で
あ
る
が
、
前
田
愛
氏
は
東
京
大
学
付
属
図
書
館
に

あ
る
鴎
外

の
蔵
書
を
検
証
し
、
そ
の
中
国
小
説
類
は

『ヰ
タ

・
セ
ク

ス
ア
リ
ス
』

の
記
述
と
吻
合
す
る
と
証
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
氏

は
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

医
学
校
予
科

の
寄
宿
舎
に
入

っ
た
こ
ろ
か
ら
、
貸
本

で
京

伝

・
馬
琴

・
春
水
な
ど
の
戯
作
小
説
に
親
し
ん
で
い
た
鴎
外
で

あ
る
。

一
、
二
年

の
問
に

「貸
本
文
学
の
卒
業
者
」
と
な

っ
た

彼
が
、
漢
文
の
読
解
力
に
自
信
を
持

つ
に
従

っ
て
、
中
国

の
伝

奇

・
小
説

へ
と
、
読
書
の
世
界
を
拡
大
し
て
行

っ
た
こ
と
は
き

(
注
9
)

わ
め
て
自
然
で
あ
る
。

森
鴎
外
が
医
学
校

の
予
科
に
入
学
し
た
の
は
明
治
七
年
で
あ
り
、

医
科
大
学
を
卒
業
し
た
の
は
明
治
十
四
年
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃
の
大

学
生

の
文
学
趣
味
は
、
漢
詩
文
の
習
作
と
貸
本
文
学
の
耽
読
と
い
う

二
つ
の
要
素
を
混
在
し
て
い
た
が
、
「塊
南
、
夢
香
な
ん
ぞ
の
香
奮

体
の
詩
」
を
翫
賞
し
て
い
た
鴎
外
は
独
特
な
文
学
趣
味
を
も

っ
て
い

た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の

「読
書
の
世
界
を
拡
大
し
て
行

っ
た
」
鴎
外

は
、
「知
ら
ず
識
ら
ず

の
間
に
そ
の
影
響
を
受
け
」、
十
五
歳
に
な

っ

た
時
、
文
淵
先
生

(依
田
学
海
)
の
所
に
ゆ
き
、
漢
文
の
批
点
を
求

め
に
至

っ
た
が
、
そ
こ
で
彼
が
心
を
惹
か
れ
て
い
た
の
は
本
物

の

『金
瓶
梅
』
で
あ

っ
た
。

或
日
先
生
の
机

の
下
か
ら
唐
本
が
覗

い
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、

金
瓶
梅
で
あ

つ
た
。
僕
は
馬
琴
の
金
瓶
梅
し
か
讃
ん
だ
こ
と
は

な

い
が
、
唐
本
の
金
瓶
梅
が
大

い
に
違

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と

を
知

つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
先
生
な
か
な
か
油
断
が
な
ら
な
い
と

(注
10
)

思

つ

た

。

右

の
文
に
よ
り
、
そ
の
時
、
鴎
外
は
す

で
に

「唐
本

の
金
瓶
梅
」

と

「馬
琴
の
金
瓶
梅
」
の
違

い
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「容

貌
の
立
派
な
男
女

の
享
け
る
福
」
を
の
ぞ
い
て
見
た
く
、
そ
れ
を
読

み
た
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

『雁
』

の
中
で
、
次

の
よ

う
な
具
体
的
な
描
写
が
あ
る
。
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其
頃
神
田
明
神
前
の
坂
を
降
り
た
曲
角
に
、
鉤
な
り
に
縁
壼

を
出
し
て
、
古
本
を
曝
し
て
ゐ
る
店
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で
或
る

時
僕
が
唐
本
の
金
瓶
梅
を
見
附
け
て
亭
主
に
値
を
問
ふ
と
、
七

圓
だ
と
云

つ
た
。
五
圓
に
負
け
て
く
れ
と
云
ふ
と
、
「
先
刻
岡

田
さ
ん
が
六
圓
な
ら
買
ふ
と
仰
や
い
ま
し
た
が
、
お
こ
と
わ
り

申
し
た
の
で
す
」
と
云
ふ
。
偶
然
僕
は
工
面
が
好
か
つ
た
の
で

言
値
で
買

つ
た
。
壬

二
日
立

つ
て
か
ら
、
岡
田
に
逢
ふ
と
、
向

う
か
ら
か
う
云
ひ
出
し
た
。

「君
は
ひ
ど
い
人
だ
ね
。
僕
が
切
角
見
附
け
て
置

い
た
金
瓶
梅

を
買

つ
て
し
ま

つ
た
ち
ゃ
な
い
か
。
」

「さ
う
さ
う
君
が
値
を
附
け
て
折
り
合
は
な
か
つ
た
と
、
本
屋

が
云
つ
て
ゐ
た
よ
。
君
欲
し
い
の
な
ら
譲

つ
て
上
げ
よ
う
。
」

「な
に
。
隣
だ
か
ら
君
の
讃
ん
だ
跡
を
貸
し
て
貰

へ
ば
好
い
さ
。
」

(注

H
)

僕
は
喜
ん
で
承
諾
し
た
。
(「壱
」)

こ

の

一
文
か
ら
、
「或
る
時
」
「唐
本
の
金
瓶
梅
」
を
見

つ
け
た

「僕
」

の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
描
写
に
よ
り
、
実
は
当

時
に
お
け
る
日
本
の

『金
瓶
梅
』
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
提
供
し

て
く
れ
て
い
る
。
内
田
魯
庵
の

「社
会
百
面
相
」
に

「
『君

の
懸
愛

小
説
な
ら
、』
と
ワ
ン
之
助
君
は
微
笑
し
つ
・
、

『主
人
公
が
金
瓶
梅

(
注
12
)

の
武
大
郎
、
西
遊
記
の
猪
八
戒
と

い
ふ
威
だ
ナ
。
」
と

い
う
描
写
も

あ
る
よ
う
に
、
当
時

『金
瓶
梅
』
は
明
治
文
人
の
問
に
広
く
読
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
「僕
」

が
神
田
明
神
前
の
古
本

屋
か
ら
金
七
円
で

「唐
本
の
金
瓶
梅
」
を
入
手
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
明
治
十
三
年
の
で
き
ご
と

で
あ
り
、
鴎
外
は
十
九

歳
だ

っ
た
。
当
時
は
、
も
り

・
か
け
そ
ば
の
値
段
が

一
銭
二
厘
の
時

代
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
古
本
屋
で
の

『金
瓶
梅
』

の
値
段
が
六

円
、
七
円
も
す
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
当
時

の

『金
瓶
梅
』

の
人
気

ぶ
り
と
価
値
が
よ
く
う
か
が
え
よ
う
。

二

『雁
』
は

『青
年
』
及
び

『灰
儘
』
と
共

に
森
鴎
外
が
試
み
た
三

編
の
長
編
現
代
小
説
の

一
つ
で
あ
り
、
名
作

で
あ
る
。

「
こ
の
小
説
が
、
作
家
の
青
春

の
記
憶
と

わ
か
ち
が
た
く
結
ば
れ

て
魎

」
の
で
・
多
く

の
論
者

の
目
を
引
い
て
い
る
・
そ
の
屯

『雁
』

 の

「壱
」
と

「拾
捌
」
「拾
玖
」
の
三
章
に
、
『金
瓶
梅
』
に
関
す
る

内
容
が
あ
る
か
ら
、
『金
瓶
梅
』

に
ふ
れ
た
論
説
も
少
な
く
な
い
。

昭
和
二
十
三
年
十
月
、
三
好
行
雄
氏
は
新
潮
文
庫

『雁
』
「注
」
中

に
お
い
て
、
"金
蓮
"
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

播
金
蓮
。
『金
瓶
梅
』

(前
出
)
の
ヒ

ロ
イ
ン
。
武
大
郎
の
妻

で
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
美
人
。
西
門
慶
と
通
じ
て
夫
を
毒
殺
し
た
。

こ
の
三
者
の
関
係
を
岡
田

・
お
玉

・
末
造
の
関
係
に
見
立
て
た
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(
注

14
)

も

の

。

三
好
行
雄
氏
は
い
ち
早
く
播
金
蓮

・
武
大
郎

・
西
門
慶
を
岡
田

・

お
玉

・
末
造
の
関
係
に
見
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
の
影
響
で
、
そ
の

後
の
研
究
者
は
大
体
こ
の
説
に
沿

っ
て

『雁
』
の
論
考
を
展
開
し
て

い
る
。

竹
盛
天
雄
の

「
『雁
』
に
つ
い
て
」
は
大
変
長

い
文
章
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で

『金
瓶
梅
』
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

共
通
の
話
題
は
共
通
の
関
心
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「古
本
屋
」
趣
味
-

『金
瓶
梅
』
1

「窓
の
女
」
へ
と
つ
な
が

っ

て
い
る
。

(中
略
)
『雁
』

の
読
者
に
見
え

て
い
な
い
か
も
知
れ

ぬ
が
、
二
人
に
は
確
実
に
見
え
て
い
る
の
だ
。
「壱
」

の
末
尾

に
姿
を
顕
わ
し
た

『金
瓶
梅
』
は
、
そ
の
後
、
裏
側
に
隠
れ
て

い
る
が
、
「拾
捌
」
「拾
玖
」
の
岡
田
の
蛇
退
治
の

「話
」
に
お

い
て
再
度
お
も
て
に
顕
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

『雁
』
の
背
後
に

は
、

『金
瓶
梅
』
の
色
模
様
が
見
え

つ
隠
れ
つ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
(中
略
)
岡
田
み
ず
か
ら
に
は
そ

の
意
識
が
な
い
が
、

「僕
」

の
方
に
は
、
明
ら
か
に

『金
瓶
梅
』
の
色
模
様

へ
の
見

(注
15
)

立

て

が

あ

る

。

竹
盛
天
雄
氏
は

『雁
』
の
基
底
に
あ
る

『金
瓶
梅
』

の
力
を
強
調

し
て
い
る
が
、
"見
立
て
説
"
か
ら
離
れ
て

い
な

い
。

千
葉
俊
二
氏
の

「
『窓

の
女
』
考
-

『雁
』
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
は

〈窓
〉
の
象
徴
性
を
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の

「窓
の
女
」
及
び

『虞

初
新
誌
』
の

「小
青
伝
」
な
ど
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
『金
瓶
梅
』
と
の
関
連
に

つ
い
て
、

こ
の
導
入
部

に
何
気
な
く
語
ら
れ
た

『金
瓶
梅
』

の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
重
要
性
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
や
が
て
ス
ト
ー

リ
ー
が
進
展
す
る
に
つ
れ
、
岡
田
と
お
玉
が
た
だ

一
度
だ
け
言

葉
を
交
わ
す
蛇
殺
し
の
場
面
を
描

い
た

「拾
玖
」
で
は
、
お
玉

が
播
金
蓮
に
見
立
て
ら
れ
た
り
も
す

る
が
、
こ
の

『金
瓶
梅
』

は

『雁
』
と

い
う
物
語
の
基
底
に
あ

っ
て
、
そ
の
最
も
深
い
層

か
ら
物
語
を
支
配
す
る
力
を
及
ぼ
し
て

い
る
の
だ
。

『金
瓶
梅
』

の
播
金
蓮
も
ま
た
そ
の
物
語
の
発
端
に
お
い
て

一
人

の

「窓

の

女
」
だ

っ
た
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
そ

れ
は
既
に
岡
田
と
お
玉

の
出
遇
い
を
描

い
た
こ
の
物
語
の
書
き
出
し
部
分
に
も
大
き
な

(
注

16
)

影

を

落

と

し

て

い

る
と

い

っ
て

い

い
だ

ろ
う

。

と
語
り
、
お
玉
が
播
金
蓮
に
見
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
、

『雁
』

の
書
き
出
し
部
分
に
も

『金
瓶
梅
』

の
影
が
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
の
全
体
は
竹
盛
天
雄
氏
の
見
解
と
は
そ
れ
ほ
ど
変

わ

っ
て
い
な
い
。
な
お
、
氏
の
論
文
の
中
に

『金
瓶
梅
』
を
よ
り
細
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森鴎外と 『金瓶梅』

か
に
論
じ
た
の
は
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。

以
上

の
三
氏
の
見
方
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
『雁
』
と

『金

瓶
梅
』
と
の
か
か
わ
り
を

「見
立
て
た
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
認
識

を
土
台

に
、
彼
ら
は

「
『金
瓶
梅
』

の
色
模
様
が
見
え

つ
隠
れ

つ
し

て
い
る
」
、
「
『金
瓶
梅
』
は

『雁
』
と
い
う
物
語
の
基
底
に
あ

っ
て
、

そ

の
最

も
深

い
層
か
ら
物
語
を
支
配
す

る
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
」

と
、
次

か
ら
次

へ
と
そ
の
見
解
を
補
充
し
、
充
実
さ
せ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
そ
れ
を
考
え
た
も

の
の
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
、
比
較
文
学

的
な
見
地
か
ら

『雁
』
と

『金
瓶
梅
』
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
な

い
。

日
本
文
学
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
の
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ

と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
国
木
田
独
歩
は

「竹

取
物
語
は
、
わ
が
國
の
物
語
中
尤
も
秀
で
た
る
も
の
な
り
。
日
本
文

學

の
精
華
と
し
て
長
く
後
代
に
傳
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ん
。
唯
惜
む
ら

く
は
、
彼

の
構
想
或
は
支
那

の
物
語
な
ど
に
胚
胎
せ
し
な
ら
ん
か

(
注
17
)

と
、
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
麻
生
磯
次
氏
も

「尚
細

を
。」

か
に
見
れ
ば
、
敦
れ
の
作
品
に
し
て
も
、
支
那
文
學
と
全
然
交
渉
を

(
注
18
)

も
た
ぬ
作
は
な
い
と
い
つ
て
よ
い
」
と
そ
の
比
較
文
学
的
研
究
の
感

想
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
に
お
い
て
、
「見
立
て

た
も

の
」
に
と
ど
ま

っ
て
は
腋
に
落
ち
な
い
。
や
は
り
、
比
較
文
学

的
な
研
究
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

三

 

『雁
』
中
の
主
人
公
と

『金
瓶
梅
』

の
主
要
な
登
場
人
物
と
の
対

応
関
係
は

「見
立
て
た
も

の
」
関
係
で
は
な
く
、
『金
瓶
梅
』
に
あ

る
物
語
の
パ
タ
ー
ン
を
鴎
外
が
そ
の
ま
ま
借
り
て

『雁
』
を
創
作
し

た
も
の
だ
と
思
う
。

周
知

の
よ
う
に
、
『金
瓶
梅
』
は

『水
濤
伝
』

の
中

の
武
松
物
語

の

一
部
分
を
敷
街
し
た
形
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は

『金
瓶
梅
』

に
お
い
て
、
武
松
の
虎
退
治
、
播
金
蓮
と
西
門
慶
と
の
情
事
、
播
金

蓮
の
夫
殺
し
、
武
松
の
流
刑
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
中
、
溢
金
蓮
と

西
門
慶
と
の
情
事
は

『金
瓶
梅
』
中
の
第
二
回
か
ら
第
四
回
ま
で
に

当
た
る
が
、
具
体
的
に
言
え
ば
、

『雁
』

の
筋
は
そ
の
第
二
回

「
伯

播
娘
簾
下
勾
情
、
老
王
婆
茶
坊
説
技
」
を
中
心
に
生
か
し
た
も
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

『雁
』
中
の
お
玉
は
十
六

・
七
の
娘
で
、
「
な
ん
と
云
ふ
美
し
い
子
」

で
あ

っ
た
が
、
妻
子
あ
る
巡
査
に
騙
さ
れ
、
そ
の
後
末
造
の
妾
に
な

り
、
無
縁
坂
の
妾
宅
に
囲
わ
れ
て
い
た
。
末

造
は
当
時
の
人
々
に
蛇

蜴
の
よ
う
に
忌
み
嫌
わ
れ
る
高
利
貸
で
あ

っ
た
。
医
学
生
の
岡
田
は

「血
色
が
好
く
て
、
体
格
が
が

つ
し
り
し
」

た
美
男
で
あ
る
が
、
上

条
に
下
宿
し
て
い
た
。
お
玉
は
窓

の
外
を
定

刻
に
散
歩
す
る
岡
田
に

心
を
引
か
れ
た
。
末
造
が
お
玉
に
買

っ
て
き
た
紅
雀
を
蛇
が
襲

い
、
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通
り

か
か

っ
た
岡
田
が
蛇
を
退
治
し
た
。
そ
れ
以
来
、
岡
田
へ
の
思

慕

の
情
を
押
え
難
く
な
る
。

以
上
は

『雁
』
と

い
う
作
品
中
の
大
体
の
筋
で
あ
る
。
そ
れ
を
図

式
化
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

薄
幸
な
女
性
↓
人
の
さ
げ
す
む
男
と

一
緒
に
な
る
↓
置
か
れ
た

現
在
の
境
遇
に
大
き
な
不
満
を
抱
く
↓
無
意
識
の
願
望
↓
理
想

的
な
男

へ
の
慕
情
↓
思

い
が
け
な

い
形
で
願
望
を
実
現
す
る

お
玉
の
人
生
は
、
最
初
巡
査
に
騙
さ
れ
、
の
ち
末
造

の
妾
に
な
り
、

無
縁
坂
の
妾
宅
に
い
る
日
々
も

「無
柳
に
苦
し
ん
で
」
お
り
、
空
閨

に
嘆
く
の
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、

『雁
』

の
お
玉
は
薄
幸
な
女

と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
『金
瓶
梅
』
中
の
溢
金
蓮
は
二
十

五
歳
で
、
妖
艶
な
美
女
で
あ
る
。
西
門
慶
も
魅
力
的
で
、
や
は
り
群

を
抜

い
て
い
る
男
で
あ
る
。

播
金
蓮
は
も
と
も
と
南
門
外
の
藩
仕
立
屋
の
娘
で
あ

っ
た
。
十
五

歳

の
時

、
張
大
戸
の
小
間
使
い
と
な
り
、
張
大
戸
は
金
蓮
に
手
を

つ

け
る
が
、
の
ち
、
武
大

の
嫁
に
や
る
こ
と
と
な

っ
た
。
毎
日
武
大
が

出
か
け
る
と
、
金
蓮
は
お
め
か
し
し
て
は
門
口
の
簾
の
そ
ば
に
た
だ

ず
ん
で
い
た
が
、
あ
る
日
金
蓮
が
ち
ょ
う
ど
掛
け
竿
を
手
に
し
て
簾

を
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
、
風
に
掛
け
竿
が
吹
き
倒

さ
れ
て
し
ま

っ
て
、
あ
る
男
の
頭
巾
に
ぶ
つ
か

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ

れ
が
機
縁
で
西
門
慶
と
知
り
合
う
こ
と
に
な

る
。

『金
瓶
梅
』
の
作
者
は
、
驚
く
ほ
ど
周
到

で
緻
密
な
頭
脳
で
も

つ

て
こ
の
作
品
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
播
金
蓮
の
そ
れ
ま
で
の
複
雑

な
人
生
経
路
、
西
門
慶
と
の
出
会
い
の
過
程
を
図
式
化
す
る
と
、
左

の
よ
う
に
な
る
。

薄
幸
な
女
性

(金
持
ち

の
主
人
張
大
戸

は
金
蓮
に
手
を

つ
け
る

が
、
奥
方
に
知
ら
れ
、
武
大
の
嫁
に
や
る
)
↓
人
の
さ
げ
す
む
男

と

一
緒
に
な
る

("
三
寸
丁
の
穀
樹
皮
"
と
言
わ
れ
、
蒸
餅
売
り

の
武
大
)
↓
置
か
れ
た
現
在

の
境
遇
に
大
き
な
不
満
を
抱
く

(武

大
を
か
ら
す
と
み
な
す
)
↓
無
意
識
の
願
望

(毎
日
門
口
の
簾
の

そ
ば
に
た
た
ず
み
)
↓
理
想
的
な
男

へ
の
慕
情

(自
宅
に
寄
寓
し

た
弟
武
松
に
横
恋
慕
す
る
)
↓
思

い
が
け
な
い
形
で
願
望
を
実
現

す
る

(掛
け
竿
に
当
た

っ
た
機
縁
で
西
門
慶
と
知
合

っ
た
)

『金
瓶
梅
』
中
の
溢
金
蓮
は

「思

い
が
け
な
い
形
で
願
望
を
実
現

す
る
」
が
、
西
門
家
に
入

っ
て
か
ら
も
、
経
済
的
な
裏
付
け
の
な
い

播
金
蓮
が
、
大
勢
の
女
た
ち
の
ひ
し
め
く
西
門
家
で
他
を
圧
す
る
存

在
と
し
て
、
堂
々
と
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
西
門
慶
を
引
き

つ
け

て
お
く
し
か
手
が
な
い
の
で
あ
る
。
西
門
慶
が
新
し
い
女
に
夢
中
に

な
る
た
び
、
溜
金
蓮
か
ら
遠
ざ
か
り
、
播
金
蓮
は
空
閨
に
嘆
く
の
で

あ
る
。
最
後
、
例
の
武
松
に
、
そ
の
亡
兄
の
霊
前
で
血
祭
り
に
あ
げ
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ら
れ
た
。
播
金
蓮

の

一
生
を
み
る
と
、
典
型
的
な
薄
幸
な
女
で
あ
る
。

昔
も
、
今
も
同
じ
で
あ
る
が
、
若
い
男
女
が
関
係
を
結
ぼ
う
と
す

れ
ば
、
き

っ
か
け
が
欠
か
せ
な
い
。
き

っ
か
け
を
作
る
の
に
道
具
が

必
要
と
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
末
造
が
お
玉
に
買

っ
て
き
た
紅

雀
を
蛇
が
襲
い
、
通
り
か
か

っ
た
岡
田
が
蛇
を
退
治
し
た
の
は
、
お

玉
と
岡
田
が
知
り
合
い
に
な
る
き

っ
か
け
で
あ
る
。
で
も
そ
の
き

っ

か
け
を
作

っ
た
道
具
は

「
蛇
」
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
も

『金
瓶
梅
』

中
に
あ

る
。

先

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『金
瓶
梅
』

の
中
に
お
い
て
、
風
に
吹

つ
く
ろ

き
倒
さ
れ
た

「掛
け
竿
」
は
道
具
で
あ
る
。
こ
の
道
具
を
取
り
繕

っ

て
話
を
も
ち
か
け
、
金
蓮
と
西
門
慶
が
知
り
合

い
に
な
る
。
ゆ
え
に

「掛
け
竿
」
は
極
め
て
重
要
な
道
具
で
あ
る
。
こ
の
道
具
は
、
金
蓮

と
西
門
慶
と
の
そ
の
後
の
す
べ
て
の
話

の
展
開
の
み
な
ら
ず
、
『金

瓶
梅
』
全
体
の
構
造
と
も

つ
な
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
故
に
、
森
鴫

外
の
愛
読
し
た

「第

一
奇
書
本
」
中
の
該
当
箇
所
に
張
竹
披
は
そ
れ

を

「
千
古
奇
縁

(と
こ
し
え

の

一
回
だ
け

の
ご
縁
)
」
と
評
し
て
い

る
。

こ
の
忘
れ
が
た
い

「掛
け
竿
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
鴎
外
は
敏

鋭
な
頭
を
働
か
せ
て
、
そ
の
棒
状
の
イ
メ
ー
ジ
と
似
て
い
る
蛇
を
考

え
出

し
、
そ
し

て
、
『金
瓶
梅
』
第

一
回

「
西
門
慶
熱
結
十
弟
兄

武
二
郎
冷
遇
親
寄
捜
」
中
に
あ
る
武
松
の
虎
退
治
の
話
を
念
頭
に
岡

田
の
蛇
退
治

の
物
語
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
構

図
全
体
は
明
ら
か
に
同

一
で
あ
る
。
(傍
点
筆
者
、
以
下
同
様
)

以
上
は
そ
の
筋
の
部
分
で
あ
る
が
、
具
体

的
な
と
こ
ろ
ま
で
見
る

と
、

一
層
明
確
に
な
る
。

『雁
』
は
、
「窓

の
女
」
と
そ
の
前
を
通
る
書
生
の
物
語
を
基
本
構

造
と
し
て
い
る
。
千
葉
俊
二
氏
の
言

っ
て

い
る
よ
う
に

「
『雁
』

の

ヒ
ロ
イ
ン
お
玉
は
主
人
公

の
岡
田
に
と

っ
て
そ
の
名
前
を
知
ら
れ
る

(
注
19
)

こ
と
な
く
、
常
に

『窓

の
女
』
と
し
て
意
識
さ
れ
る
」
が
、
西
門
慶

に
と

っ
て
、
金
蓮

の
名
前
を
第
四
回
で
告
げ
ら
れ
る
ま
で
は
、
当
然

な
が
ら

「簾
の
そ
ば
に
た
だ
ず
む
」
「窓
の
女
」
と
し
て
意
識
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

窓
の
内
で

「
無
柳
に
苦
ん
で
ゐ
る
」
お
玉
は
、
「そ
れ
か
ら
毎
日

窓
か
ら
外
を
見
て
ゐ
る
に
も
、
又
あ
の
人
が
通
り
は
し
な
い
か
と
待

つ
や
う
に
な
つ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『金
瓶
梅
』
に
あ
る

描
写
で
、
金
蓮
が
浮
気
心
で
、
美
し
く
化
粧
を
し
て
、
門
口
の
簾
の

そ
ば
に
た
た
ず
ん
で
、
通
り
の
男
を
物
色
す

る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す

る
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
岡
田
の

「散
歩
」
と
い
う
設
定
を
考
え
た

い
。

『雁
』

の
中
に
お
い
て
、
岡
田
は
定
刻
に
散
歩
す
る
が
、
そ
の
道

筋
が

『雁
』

に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
で
も
、
な

ぜ

「散
歩
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
考
え
る
場
合
は
、
『金
瓶

梅
』
中
に
あ
る
西
門
慶

の
ユ
ニ
ー
ク
な

「散
歩
」
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
れ
は
、
西
門
慶
が
周
旋
屋
王
婆
の
力
を
借
り
て
、
金
蓮
と

つ
な
ぐ

前
の
描
写
で
あ
り
、
第
二
回
に
あ
る
。
西
門
慶
は
金
蓮
を
何
と
か
し
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た

い
と

あ

せ

っ
た

の

で
、

を

し

た

。

そ

の
中

、

金
蓮
の
家

の
近
く
で
繰
り
返
し

「散
歩
」

次

日
清
農
、
王
婆
恰
緩
開
門
、
把
眼
看
外
時
、
ロ
ハ見
西
門
慶
又

早
在
街
前
来
回
楚
走
。

(「あ
く
る
朝
、
王
婆
が
戸
を
開
け
て
外
を
見
る
と
、
西
門
慶
が

早
く
も
街
を
行

っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
。
」)

良
久
、
王
婆
在
茶
局
裡
冷
眼
張
着
、
他
在
門
前
楚
過
東
、
看

一

看
、
又
韓
西
去
、
又
復

一
復
、

一
連
走
了
七
八
遍
。

(「し
ば
ら
く
し
て
、
王
婆
が
炊
事
場
の
中
か
ら
じ
ろ
り
と
の
ぞ

い
て
見
る
と
、
彼

(西
門
慶
)
は
店

の
前
を
行

っ
た
り
来
た
り
、

あ

っ
ち

へ
行

っ
て
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
き
、
こ
っ
ち

へ
来
て
ち
ょ
っ

と
う
か
が
い
、

つ
づ
け
ざ
ま
に
七
八
遍
も
往
復
し
た
。
」)

な
ど

「散
歩
」
に
関
す
る
面
白

い
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
門

慶
が
金
蓮
の
家
の
前
で
掛
け
竿
に
ぶ
つ
か

っ
て
し
ま

い
、
た
ぐ

い
ま

れ
な
美
人
で
あ
る
彼
女
の
お
も
か
げ
が
脳
裏
に
根
を
お
ろ
し
、
忘
れ

ら
れ
な
く
、
い
て
も
立

っ
て
も
い
ら
れ
な
い
、
思
い
は
金
蓮
の
こ
と

ば
か
り

の
様
子
を
描
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ

た
描

写
は
だ
れ
が
読
ん
で
も
印
象
深
く
、
「金
瓶
梅
を
讃

み
さ
し

て
」、

「金
蓮
に
逢
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
」

っ
て
い
る
森
鴎
外
は

な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
こ
の
部
分
も

『雁
』
の
重
要
な
設
定

と
し
て
生
か
し
、
『雁
』
に
お
け
る
岡
田
の

「散
歩
」
を
設
定
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
お
貞
は
お
玉
の
隣
に
住
ん
で
い
る
裁
縫
の
お
師
匠
で

あ
る
が
、
『金
瓶
梅
』
第
三
回

「定
挨
光
王
婆
受
賄
、
設
圏
套
浪
子

私
挑
」
に
、
王
婆
は
金
蓮
と
西
門
慶
二
人
を

つ
な
ぐ
為
に
、
西
門
慶

に
次

の
よ
う
な
裁
縫
に
関
す
る
話
を
し
て
い
る
。

大
官
人
如
幹
此
事
、
便
買

一
疋
藍
紬
、

一
疋
白
紬
、

一
疋
白
絹
、

再
用
十
両
好
綿
、
都
把
来
與
老
身
。
老
身
却
走
過
去
問
他
借
暦

日
、
央
及
他
棟
箇
好
日
期
、
叫
箇
裁
縫
来
倣
。
他
若
見
我
這
般

説
、
棟
了
日
期
、
不
肯
與
我
来
倣
時
、
此
事
便
休
了

;
他
若
獣

天
喜
地
説

"
『我
替
祢
倣
。』
不
要
我
叫

裁
縫
、
這
光
便
有

一
分

了
。

(「旦
那
が
そ
れ
を
お
や
り
に
な
る
ん
で
し
た
ら
、
紺
羽
二
重
を

一
疋
、
白
羽
二
重
を

一
疋
、
白
絹
を

一
疋
、
そ
れ
か
ら
も
う

一

つ
上
等
な
綿
を
百
目
買

っ
て
、
そ
れ
を
み
ん
な
老
輩
に
く
だ
さ

い
ま
し
。
そ
し
た
ら
、
老
輩
は
先
方

へ
出
か
け
て
い
っ
て
、
こ

う
言

い
ま
す
、
ち
ょ
い
と
、
暦
を
貸
し

て
く
だ
さ
い
な
、
誰
か

に
、
日
を
選
ん
で
も
ら

っ
て
、
仕
立
屋
に
縫
い
物
を
頼
み
ま
す

か
ら

っ
て
ね
。
あ
の
子
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
日
を
選
ん
で
く
れ

一38一



森鴎外と 『金瓶梅』

て
も
、
縫

い
物
な
ら
し
て
あ
げ
る
と
言

っ
て
く
れ
な
か

っ
た

ら
、
こ
の
話
は
だ
め
で
す
が
、
あ
の
子
が
大
喜
び
で

『わ
た
し

が
縫

っ
て
あ
げ
る
』
と
言

っ
て
、
仕
立
屋
を
呼
ば
せ
な

い
よ
う

な
ら
、
こ
の
話
は

一
分
の
脈
が
あ
り
ま
す
よ
。
」)

世

の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
が
あ
る
が
、
な
ぜ
お
貞
の
職
業
は

「
裁
縫

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
こ
れ
は
無
論
偶
然
で
は
な
い
。

さ
ら

に
、
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
い
え
ば
、
お
玉

の
女
中
は

"梅
"
と

な

っ
て
い
る
が
、
金
蓮
付
き
の
侍
女
は
鹿
春
梅
で
あ
る
こ
と
を
と
り

あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

の
二
作
品

の
関
係
は
上
述
の
内
容
に
と
留
ま
ら
ず
。

『雁
』

の

深
層

の
問
題
ま
で
も

『金
瓶
梅
』
に
負

っ
て
い
る
。

『雁
』

の
中
に
、
お
玉
は
旦
那
が
商
用
で
留
守
に
な
り
、
そ
れ
を

利
用
し
岡
田
に
誘

い
を
か
け
よ
う
と
決
心
し
た
が
、
岡
田
は
ド
イ
ツ

人
教
授
と

一
緒

に
洋
行
し
た
た
め
、
そ
の
計
画
は
妨
げ
ら
れ
て
し

ま

っ
た
。
仮
に

『雁
』
の
進
行
方
向
に
そ

っ
て
、
密
通
で
き
た
ら
、

そ
の
結
果
は
竹
盛
天
雄
氏

の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
お
玉
が
岡

田
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
妾
の
檀
那
に
対

(
注
20
)

す
る
裏
切
り
で
あ
り
姦
通
に
他
な
ら
な
い
。」

の
で
あ
る
。
確
か
に
、

岡
田
は
知
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
お
玉
は
無
縁
坂
の
妾
宅
に
囲
ま
れ

た
妾

で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
正
当
な
恋
愛
で
も
な
け
れ
ば
、
恋
人

同
士

に
お
け
る
愛
情
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
結
果
的
に

「姦
通
」
に

関
す
る
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
『雁
』
は

お
も
に

『金
瓶
梅
』
の
第
二
回

「
情
播
娘
簾

下
勾
情
、
老
王
婆
茶
坊

説
技
」
を
中
心
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
回
か
ら
第

四
回
ま
で
は
正
真
正
銘
の
溢
金
蓮
と
西
門
慶

の
姦
通
を
め
ぐ
る
す
ぐ

れ
た
文
学
描
写
と
い
え
る
。

三
好
行
雄
氏
は

『雁
』
は

「首
尾
の
構
成

が
か

っ
ち
り
し
て
い
て
、

全
体
と
し
て
は
む
し
ろ
と
り
す
ま
し
た
古
典
的
な
均
整
を
た
も
ち
」
、

(
注
21
)

「小
説
の
独
特
の
味
わ
い
」
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
『金
瓶
梅
』

は
西
門
慶
を
と
り
ま
く
欲
望
と

エ
ロ
ス
の
世
界
を
濃
厚
に
描
き
な
が

ら
、
物
語
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
独
立
し
た
物
語
と
も

い
え

る
も

の
も
あ
り
、
第

二
回
か
ら
第
四
回
ま

で
の
内
容
は
そ

の

一
つ

で
、
播
金
蓮
と
西
門
慶

の
物
語
で
あ
り
、
全
体
性
を
も

っ
て
い
る
。

先
述
し
た
ご
と
く
、
け

っ
し
て

「見
立
て
た
も
の
」
で
は
な
く
、
『金

瓶
梅
』
自
体
中
国
の
古
典
文
学
作
品
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
第
二

回
か
ら
第
四
回
ま
で
の
内
容
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「古

典
的
な
均
整
」
を
た
も

っ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
漢
学

の
識
見
を
も

つ

森
鴎
外
は
そ
れ
を
骨
組
み

つ
く
り

の
素
材

と
し
て
発
見
し
、
『雁
』

を
創
作
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

四

前
文
で
、
比
較
文
学
的
な
見
地
よ
り
、

『雁
』
と

『金
瓶
梅
』
と
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の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
論
じ
た
が
、
作
品

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
が
あ
る
。

『
雁
』

に

は

、

他

に

も

注

僕
は
岡
田
の
話
を
聞

い
て
、
軍
に
神
話
ら
し
い
と
云
つ
た
が
、

實
は
今

一
つ
す
ぐ
に
胸
に
浮
ん
だ
事

の
あ
る
の
を
隠
し
て
ゐ

た
。
そ
れ
は
金
瓶
梅
を
讃
み
さ
し
て
出
た
岡
田
が
、
金
蓮
に
逢

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

つ
た
の
で
あ
る
・

(「拾
箋

今

ま
で
、
こ
の

一
文
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
筆

者
は
自
分
な
り
の
見
解
を
示
し
て
お
き
た

い
。

溢
金
蓮
は

『新
編
金
瓶
梅
』
、
歌
舞
伎

『雲
妙
間
雨
夜
月
』
な
ど

に
よ

っ
て
、
"毒
婦
"
"淫
婦
"
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
時
代
の
日

本
人

の
脳
裏
に
強
く
定
着
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
日
本
の
近

代
小
説
史
を
振
り
返

っ
て
見
た
場
合
、
明
治
二
十
年
の
二
葉
亭
四
迷

『浮
雲
』
、
山
田
美
妙

『武
蔵
野
』
か
ら
、
昭
和
二
十
年
の
太
宰
治

『竹

青
』
、
佐
藤
春
夫

『パ
リ
島
』

の
辺
り
ま
で
、
日
本
近
代
文
学
作
品

の
中

に
播
金
蓮
に
憧
れ
る
、
或

い
は
正
面
か
ら
彼
女
の
名
を
取
り
上

げ
て
い
る
も
の
は

一
つ
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
鴎

外
が
あ
え
て
彼
女
の
名
を
作
中
に
登
場
さ
せ
た
の
は
、
若
き
鴎
外
が

播
金

蓮
に
対
す
る
憧
れ
と
好
奇
心
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か

ら
だ

ろ
う
。
と
同
時
に
、
彼
は
播
金
蓮
に
対
す
る
独
特

の
見
方
が

あ

っ
た
と
受
け
止
め
る
し
か
な
い
。

播
金
蓮
は
欲
望
過
剰

の
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
『金
瓶
梅
』
中
の
最

大
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
も

い
え
る
。
『金
瓶
梅
』

世
界
に
お
け
る
播
金
蓮

は
け

っ
し
て
魅
力
が
な
い
人
物
像
で
は
な

い
。
『金
瓶
梅
』
を
よ
く

読
め
ば
、
金
蓮
は
闘
争
精
神
が
あ
ふ
れ
、
そ
れ
な
り
の
魅
力
が
あ
り
、

愛
情
あ
る
女
性
で
も
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
陳
敬
済
は
論
外

と
し
て
も
、
彼
女
は
孟
玉
楼
、
鹿
春
梅
、
小
玉
と
良
好
な
関
係
性
を

も

っ
て
い
る
。
次
に
、
金
蓮
と
春
梅
の
関
係
性
を
と
り
あ
げ
て
み
た

い
。春

梅
は
も
と
も
と
呉
月
娘
の
侍
女
で
あ

っ
た
が
、
金
蓮
が
西
門
慶

の
屋
敷
に
や

っ
て
く
る
と
、
金
蓮
付
き
の
侍
女
と
な
る
。
彼
女
は
身

分
こ
そ
低

い
が
、
誇
り
高
く
利
口
な
美
少
女

で
あ

っ
て
、
気
骨
が
あ

る
。
西
門
慶

の
死
後
、
売
り
に
出
さ
れ
た
春
梅
は
周
守
備
の
妾
と
な

る
。
き
れ
い
で
賢

い
彼
女
は
周
守
備
に
愛
さ
れ
、
ま
も
な
く
第
二
夫

人
と
な

っ
た
。
や
が
て
周
守
備

の
夫
人
が
亡
く
な
り
、
春
梅
は
長
男

金
寄
を
産
ん
だ
の
で
、
正
夫
人
に
お
さ
ま

っ
た
。

日
の
出

の
勢

い
の
春
梅
は
金
蓮
が
売
り
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
る

と
、
周
守
備
に
ね
だ

っ
て
百
両
で
買

い
入
れ
る
よ
う
に
頼
み
こ
む
。

し
か
し
、
時
す
で
に
遅
く
、
周
守
備

の
使
者

が
値
段

の
交
渉
に
手
間

取

っ
て
い
る
ひ
ま
に
、
金
蓮
は
武
松

の
手
に
か
か
り
、
非
業

の
死
を

と
げ
た
。
そ
れ
を
知

っ
た
春
梅
は
三
、
四
日
食
事
も
と
ら
ず
に
泣
き

あ
か
す
。
殺
さ
れ
た
後
、
金
蓮

の
亡
骸
は
誰
も
引
き
取
り
手
が
い
な

い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
春
梅
は
周
守
備

の
部
下
、
張
勝
と
李
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安
に
言
い
つ
け
、
金
蓮
を
南
門
外
の
永
福
寺
に
手
厚
く
埋
葬
し
て
も

ら

っ
た
。
第
八
十
九
回

「清
明
節
寡
婦
上
新
墳

永
福
寺
夫
人
逢
故

主
」

に
、
三
月
の
清
明
節
に
、
春
梅
は
お
お
ぜ

い
の
お
供
を
従
え
、

金
蓮

の
墓
に
や

っ
て
く
る
。

這
春
梅
不
慌
不
忙
、
来
到
墳
前
、
擢
了
香
、
拝
了
四
拝
、
説
道

"

「我
的
娘
、
今
日
寵
大
姐
特
来
與
祢
焼
陪
紙
銭
。
祢
好
庭
生
天
、

苦
庭
用
銭
。
早
知
祢
死
在
仇
人
之
手
、
奴
随
問
急
的
、
也
嬰
来

府
中
、
和
奴
倣

一
庭
。
還
是
奴
耽
俣
了
祢
、
悔
已
是
遅
了
。
」

説
畢
、
令
左
右
把
銭
紙
焼
了
、
這
春
梅
向
前
放
聲
大
実
不
巳
。

(春
梅
は
慌
て
ず
騒
が
ず
落
ち
着
い
て
い
て
、
墓
前
に
進
ん
で
、

香
を
焚
き
、
四
拝
の
礼
を
行
な

っ
て
か
ら
、
「
お
母
さ
ま
、
今

日
は
鹿
春
梅
が
わ
ざ
わ
ざ
あ
な
た
の
た
め
に
、
紙
銭
を
焼
き
に

参

っ
た
。
ご
運
が
よ
け
れ
ば
、
天
に
昇
り
、
悪
け
れ
ば
、
こ
の

銭
を
お
使

い
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
仇
敵

の
手
に
か
か
る
と
分

か

っ
て
い
た
ら
、
あ
た
く
し
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
お

屋
敷
に
来

て
も
ら

っ
て
、

一
緒
に
仲
良
く
暮
せ
た
の
に
。
や

っ

ぱ
り
あ
た
く
し
の
手
違
い
だ

っ
た
。
い
ま
さ
ら
後
悔
し
て
も
及

び
な
い
げ
と
…
」

そ
う
言
う
と
、
左
右
に
命
じ
て
紙
銭
を
焼
か
せ
、
さ
ら
に
進
み

出
て
、
大
声
を
あ
げ
て
泣
き
出
し
た
。
)

こ
の
く
だ
り
の
春
梅
の
行
動
は
ま
こ
と
に
感
動
的
で
、
心
を
打
つ

も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
主
従
の
仲
と
は

い
え
、
本
当
に
姉
妹
の

よ
う
な
愛
情
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

日
下
翠
氏
は

『金
瓶
梅
-
天
下
第

一
の
奇
書
』

の
中
で
、
播
金
蓮

(注

23
)

を

「魅
力
あ
る
悪
女
」
と
評
価
し
て
い
る
。
上
述
の
管
見
を
踏
ま
え

て
、
客
観
的
に
言
え
ば
、
こ
の
評
価
は
適
当
な
評
価
だ
と
言
え
よ
う
。

『雁
』
の
中
で
、
主
人
公

の

「僕
」
は

『金
瓶
梅
』
に
触
れ
る
と
、

た
だ
ち
に

「
す
ぐ
に
胸
に
浮
ん
だ
事
」
と
し

て

「金
蓮
に
逢

つ
た
の

で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
断
る
ま
で
も
な
く
、
森
鴎

外
が
金
蓮
に
対
す
る
見
方
と
位
置
づ
け
を

「僕
」
に
代
弁
さ
せ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
い
ち
は
や
く
、
金
蓮
の

「魅
力
あ
る
」
点
を
見

出
し
た
の
は
森
鴎
外
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

お
わ
り
に

澤
田
瑞
穂
氏
は

「日
本
で
は
江
戸
末
期
に
大
衆
作
家
の
馬
琴
が
自

作
に
翻
案
し
て

『新
編
金
瓶
梅
』
を
出
し
た

の
が
、
公
然
と

『金
瓶

梅
』
を
宣
伝
し
た
唯

一
の
例
と

い
っ
て
よ
く

『水
濡
伝
』
や

『西
遊

記
』
ほ
ど
大
衆
に
親
し
ま
れ
、
日
本
文
学
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は

(
注

24
)

な
か
っ
た
。」
と
言

っ
て
い
る
が
、
そ
の
観
点
は
検
討
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
『金
瓶
梅
』
と
い
う

中
国
古
典
文
学
作
品
は
、
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徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
優
れ
た
文
学

描
写

と
し
て
日
本

の
明
治
以
来

の
文
人
を
魅
了
し
て

い
る
。
例
え

ば
、
尾
崎
紅
葉
は

『金
瓶
梅
』
を
生
か
し
て
、
『三
人
妻
』
を
創
作

し
た
。
芥
川
龍
之
介
は
厳
し
い
検
閲
制
度
の
た
め
に
、
『金
瓶
梅
』

を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
そ
の
死
生
観
ま
で
影

(
注
25
)

響
さ
れ
、
そ
の
作
品
の
至
る
と
こ
ろ
に
そ
の
影
が
見
ら
れ
る
。

今
ま
で
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
森
鴎
外
の
場
合
も
、
そ
の
優
れ

た
漢
文
能
力
を
も

っ
て

『金
瓶
梅
』
を
う
ま
く
消
化
し
、
作
品
創
作

に
生

か
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
今
ま
で
日
本
文
学
に
お
け
る

『金
瓶
梅
』

の
影
響
は
そ
れ

ほ
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
く
、
そ
の
影
響

の
深
さ
も
あ
ま
り
理
解
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
こ
の
小
論
を
通
し
て
言
い

た

い
の
で
あ
る
。

注(
1
)
長
沢

規
矩
也

「
我

国
に
於

け
る
金
瓶
梅

の
流
行
」

(
『書

誌
学
』
第

二
十
巻
第

一
号

一
九

三
八
年
十

二
月

九
頁
)

(
2
)
拙
稿

「
尾
崎
紅
葉

『
三
人
妻
』
と

『金
瓶
梅
』
」
(
『
日
本
語

日
本
文
学
』

第
十

八
号

二
〇
〇
八
年
三
月
)
を
参
照

さ
れ
た

い
。

(
3
)

『
子
規
全

集
』

(第

十
四
巻

講
談

社

昭
和

五
十

一
年

一
月

五

三

一
頁
)

(4
)
森
鴎
外

が
明
治
十

三

(
一
八
八
〇
)
年

に
書

い
た

「
庚
辰
歳
旦
醇
歌
」

(
5
)

(
6
)

(
7

)

(
8
)

(9
)

(10
)

(11

)

(12

)

(
13
)

(
14

)

に
よ
る
。

(
『
鴎

外
全

集
』

第

十

九
巻

、
岩

波
書

店

昭

和

四
十

八
年

五

月

五
九

一
頁
)

こ
の
句

か
ら
も
、
鴎
外

の
漢

詩
に
関
す

る
造

詣

の
深
さ
が
窺
え
る
。

浜
野
知

三
郎

「鴎
外
博
士

の
漢
文
學

に
就

い
て
」

(
『森

鴎
外
全

集
』
別
巻

所
収

筑

摩
書
房

昭
和

五
十

一
年

八
月

一
五
五
頁
)

『鴎
外
全
集

』

(第

二
十
四
巻

岩
波
書
店

昭
和

四
十
八
年
十

月

五

一
二
頁
)

日
本
近

代
文
学
館
芥

川
龍
之
介

文
庫

に

『
改
過
勧
善

新
書

(金

瓶

梅
)
』

(巻

一
～

十
六
、
十

六
冊
、
康

煕
三
十

四
序
)

が
所

蔵

さ
れ

て
い
る
。

『鴎
外
全
集

』

(第

五
巻

岩
波
書

店

昭
和

四
十
七
年

三
月

一

二

一
頁
)

前
田
愛

「
鴎
外

の
中
国
小
説
趣
味
」

(前
田
愛

『近
代
読
者

の
成
立
』
所
収

岩

波
書

店

一
九
九

三
年

六
月

七
十
六
頁
)

『鴎

外
全
集
』

(第

五
巻

岩
波
書

店

昭
和

四
十
七
年

三
月

一

四
〇
頁
)

『鴎

外
全
集
』

(第
八
巻

岩
波
書
店

昭
和

四
十
七
年

六
月

四

九
五
頁
)

『内

田
魯
庵
全

集
』

(第
十

一
巻

ゆ
ま

に
書

房

昭
和
六

十

一
年

八
月

十
七
頁
)

三
好

行
雄

「
雁

」

(『
三

好
行

雄

著
作

集
』

第

二
巻

筑

摩
書

房

一
九
九

三
年

四
月

八
十
九
頁
)

三
好
行
雄

『雁
』
「
注
」

(新
潮

社

昭
和

二
十

三
年

十
二
月

一
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二

一
頁
)

(
15
)
竹
盛

天
雄

「
『
雁
』

に

つ
い
て
」

(
『鴎
外

そ
の
紋
様
』
所
収

小

沢

書
店

昭
和

五
十
九
年
七
月

五
九

三
頁
)

(
16
)
千
葉
俊

二

「
『窓

の
女
』
考
ー

『雁
』

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(
『森
鴎
外

研
究
』
所
収

一
九

八
八
年

五
月

二
十

八
頁

)

(
17
)

『定
本

国
木

田
独
歩

全
集
』

(第
九
巻

学
習
研
究

社

平
成

七

年
七
月

六
十
七
頁
)

(
18
)
麻
生
磯
次

『江
戸
文
学
と
支

那
文
学
』

(三
省
堂

昭
和

二
十

一
年

二
四
二
頁
)

(
19
)
注

(16
)
と
同
じ

二
十
六
頁
。

(20
)
注

(15
)
と
同
じ

六

一
八
頁
。

(
21
)

三
好

行
雄

「
雁

」

(『
三
好
行

雄

著
作

集
』

第

二
巻

筑

摩
書

房

一
九
九
三
年
四
月

九
十
四
頁
)

(
22
)

『鴎

外
全
集
』

(第

八
巻

岩
波
書

店

昭
和

四
十
七
年

六
月

五

七
三
頁
)

(
23
)

日
下
翠

『
金
瓶
梅
-

天
下
第

一
の
奇
書
』

(中
央
公
論
社

一
九
九

六
年
七
月

三
十

一
頁
)

(
24
)
澤

田
瑞
穂

「
『金
瓶
梅
』

の
研
究
と
資
料
」

(
『
中
国

の
八
大
小
説
』

所
収

平

凡
社

昭
和
四
十
年

六
月

二

六

三
頁
)

(
25
)
芥
川
龍

之
介
と

『金

瓶
梅
』

と

の
関

わ
り
に

つ
い
て
、
拙
稿

「芥

川

龍
之
介

と

『
金
瓶

梅
』
」

(
『
愛
知

大
学

国
文

学
』

第

四
十
七

号

平
成
十
九
年
十

一
月
)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

作
品
本
文
の
引
用
は

『鴎
外
全
集
』

全
三
十
八
巻

(岩
波
書
店

昭
和
四
十
六
～
五
十
年
)
に
拠

っ
た
。

参

考
文
献

『芥
川
龍
之
介
全
集
』

(岩
波
書
店

一
九
九
五
～

一
九
九

八
)

麻
生
磯
次

『江
戸
文
学
と
支
那
文
学
』

(三
省
堂

昭
和

二
十

一
年
)

『内
田
魯
庵
全
集
』

(ゆ
ま
に
童
旦
房

昭
和

五
十

八
～
六
十

二
年
)

大
阪

市

立
大

学
中

国

文
学

研

究
室

編

『
中
国

の
八
大

小
説
』

(平

凡

社

昭
和
四
十
年
六
月
)

懐
徳

堂
記
念
会

編

『中
国

四
大
奇
書

の
世
界
』

(
和
泉
書
院

二
〇

〇
三

年

一
月
)

日
下
翠

『金
瓶
梅
ー

天

下
第

一
の
奇
書
』

(中
央

公
論
社

一
九
九

六
年

七
月
)

『定
本

国
木

田
独
歩
全
集
』

(学

習
研
究
社

一
九
九
五
～

一
九
九
六
)

『子
規
全
集
』

(講
談
社

昭
和

五
十

～
昭
和
五
十
三
年
)

『新

刻
繍
像

批
評
金
瓶

梅
』

(上

・
下
)

(三
聯

書
店

(香
港

)
有
限
会

社

一
九

九
八
年

一
月
)

日
本
書

誌

学
大

系

51

『
日
本

近
世

小
説

と

中
国

小
説

』

(青

裳

堂
書

店

一
九

八
七
年

五
月
)

前

田
愛

『近
代
読
者

の
成
立
』

(岩
波
書
店

一
九
九
三
年
六
月
)

三
好

行
雄

『三
好
行
雄
著
作
集
』

(筑
摩
圭
旦
房

一
九
九
三
年
四
月
)

(菊
d
>
乞

・
厳

、
深
鯛
大
学
副
教
授
)
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